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焼
き
物
の
変
遷

へ

ん

せ

ん

を
追
う

土
の
器う

つ
わ

一
万
年
の
歴
史

焼
き
物
に
は
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
。
日
常
に
使
う
器
と
し
て

の
機
能
以
上
に
、
作
り
手
や
使
う
人
を
魅
了
み
り
ょ
う

し
て
離
さ
な
い
何
か

が
、
焼
き
物
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
…
…
。

お
っ
と
失
礼
、
紹
介
が
遅
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
土
器
が
好
き
で
、

島
根
県
で
考
古
学
の
修
行
を
し
て
い

る
、
ま
だ
名
も
な
い
男
で
す
。「
土

器
屋
」
っ
て
み
ん
な
に
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
い
つ
か
は
立
派

な
考
古
学
者
に
な
り
た
い
、

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
こ
こ
で
は
ち
ょ
っ
と
ぼ

く
の
話
に
つ
き
あ
っ
て
、
土
器

の
説
明
を
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

土
器
が
発
明
さ
れ
た
の
は
、
な
ん
と
一
万
年
以
上
も
前
の
こ
と

で
す
。
そ
れ
か
ら
現
代
ま
で
刻
々
と
焼
き
物
は
変
化
し
な
が
ら
作

り
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ぼ
く
た
ち
土
器
屋
は
、
遺
跡
か
ら
出
て

く
る
土
器
の
形
や
模
様
、
色
、
固
さ
、
作
り
方
な
ど
か
ら
、
そ
の
土

器
の
用
途
や
作
ら
れ
た
時
代
な
ど
を
一
生
懸
命
読
み
と
る
の
で
す
。

そ
し
て
作
る
人
、
使
う
人
の
気
持
ち
ま
で
も
読
み
と
る
…
…
。
考

古
学
を
や
る
人
っ
て
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
が
け
っ
こ
う
多
い
ん
で
す
よ
。

土
器
に
残
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
土
器

が
ど
ん
な
ふ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
。
で

は
、
こ
れ
ま
で
に
わ
か
っ
た
土
器
の
変
化
を
、
時
代
を
追
っ
て
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時
代

土
器
を
作
り
始
め
た
の
は
、
縄
文
時
代
か
ら
で
す
。「
縄
文
土
器
」

は
黒
っ
ぽ
く
て
厚
ぼ
っ
た
い
も
の
が
多
く
、
今
の
も
の
と
比
べ
た

ら
、
か
な
り
単
純
で
幼
稚
な
も
の
に
見
え
ま
す
。
で
も
、
こ
の
こ
ろ

か
ら
人
間
が
豊
か
な
感
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
よ
。

人
間
が
最
初
に
作
っ
た
土
器
に
は
、
す
で
に
模
様
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
。

縄
文
時
代
の
土
器
は
、
実
に
装
飾
性
が
豊
か
で
す
。
島
根
県
で

は
も
っ
と
も
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
土
器
に
は
、
木
に
模
様
を
刻

ん
だ
も
の
を
土
器
の
表
面
で
転
が
し
た
模
様
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
縄
目
な
わ
め

を
つ
け
た
も
の
や
、
貝
を
押
し
つ
け
た
り
、
木
や
動

物
の
骨
で
模
様
を
刻
ん
だ
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
が
あ
り
ま

す
。
縄
文
時
代
も
終
り
ご
ろ
に
な
る
と
、
縄
目
を
つ
け
た
部
分
と
、

指
で
き
れ
い
に
擦す

り
消
し
た
部
分
と
に
分
か
れ
た
、「
擦
消
す
り
け
し

縄
文
」

と
呼
ば
れ
る
模
様
も
現
れ
ま
す
。
こ
の
美
し
い
土
器
を
見
る
と
、
人

間
の
気
持
ち
っ
て
、
こ
の
こ
ろ
が
い
ち
ば
ん
豊
か
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
た
り
し
ま
す
ね
。

弥
生

や

よ

い

時
代

約
二
三
〇
〇
年
前
、
大
陸
か
ら
米
作
り
が
伝
わ
る
と
と
も
に
、

新
し
い
土
器
が
生
ま
れ
ま
す
。
質
素
で
機
能
的
な
「
弥
生
土
器
」
で

す
。
縄
文
土
器
に
比
べ
て
固
く
、
色
も
そ
ん
な
に
黒
っ
ぽ
く
な
い
。

で
も
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
洗
練
さ
れ
た
機
能
美
が
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
か
。

煮
炊
き
を
す
る
甕か
め

、
貯
蔵
用
の
壷つ
ぼ

、
盛
り
つ
け
や
お
供
え
の
た

め
の
高
坏
た
か
つ
き

、
鉢は
ち

と
用
途
も
し
っ
か
り
分
か
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代

の
終
り
ご
ろ
に
現
れ
る
鼓
つ
づ
み
の
形
を
し
た
壷
を
乗
せ
る
台
は
、
山
陰

地
方
独
特
の
も
の
で
す
。

古
墳

こ

ふ

ん

時
代

今
か
ら
約
一
五
〇
〇
年
前
、
焼
き
物
作
り
の
革
命
が
起
き
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
の
野
焼
き
で
は
な
く
、
窯か
ま

の
中
に
入
れ
て
高
温
で
焼

く
「
須
恵
器

す

え

き

」
の
作
り
方
が
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
の
で
す
。
ろ
く
ろ

を
使
い
、
色
が
灰
色
で
固
く
焼
き
し
ま
っ
た
須
恵
器
は
、
現
在
私

た
ち
が
使
っ
て
い
る
陶
磁
器

と
う
じ
き

の
源
流
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
こ
の
時
代
は
ま
だ
、
須
恵
器
は
一
般
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ

ず
、
古
墳
に
首
長

し
ゅ
ち
ょ
う
と
と
も
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
日

常
生
活
に
使
わ
れ
た
の
は
弥
生
土
器
と
同
様
、
野
焼
き
で
作
ら
れ

た
「
土
師
器

は

じ

き

」
で
す
。
土
師
器
は
底
が
丸
く
な
る
の
で
、
煮
炊
き
す

る
と
き
に
支
え
る
土
製
支
脚

ど
せ
い
し
き
ゃ
く

や
カ
マ
ド
形
の
土
器
も
出
て
き
ま
す
。

縄文時代早期
（およそ7000年前）

弥生時代後期後葉（2世紀後半）

弥生時代前期（およそ2200年前）
縄文時代晩期（およそ2500年前）

縄文時代後期（およそ3000年前）

縄文時代前期
（およそ6000年前）

縄文時代中期
（およそ5000年前）

古墳時代前期（4世紀前半）

古墳時代終り～飛鳥時代（7世紀前半）

古墳時代後期（6世紀後半）

古墳時代中期後半（5世紀後半）
古墳時代中期中ごろ（5世紀前半）

弥生時代中期前半（およそ2100年前）

弥生時代中期後半（およそ2000年前）

弥生時代後期前葉（およそ1900年前）

弥生時代後期中葉（2世紀前半）
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